
　
３
月
29
日
、
ロ
イ
ヤ
ル
チ
ェ
ス

タ
ー
伊
万
里
の
チ
ャ
ペ
ル
で
伊
万

里
少
年
少
女
合
唱
団
の
発
表
会
が

あ
り
ま
し
た
。

　
発
表
会
は
、
２
部
合
唱
で
『
翼

を
く
だ
さ
い
』
や
『
あ
す
と
い
う

日
が
』
な
ど
数
曲
を
、『
浦
島
太
郎
』

や
『
赤
い
靴
』
な
ど
懐
か
し
い
曲

数
曲
を
披
露
し
ま
し
た
。
こ
の
ほ

か
、
元
団
員
た
ち
が
成
長
し
た
歌

声
を
披
露
し
た
り
、
伊
万
里
合
唱

団
が
友
情
出
演
し
た
り
す
る
場
面

も
あ
り
ま
し
た
。

　
チ
ャ
ペ
ル
に
は
美
し
い
歌
声
が

響
き
渡
り
、
観
客
か
ら
は
温
か
い

拍
手
が
送
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

第
23
回
伊
万
里
少
年
少
女
合
唱
団
発
表
会

チ
ャ
ペ
ル
に
美
し
い
歌
声
が
響
き
ま
し
た

↑心を一つにして心温まる歌声を披露する団員
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皆
さ
ん
は
『
本
人
通
知
制
度
』

を
ご
存
じ
で
す
か
。
こ
の
制
度
は
、

市
（
町
・
村
）
が
、
事
前
に
登
録

し
た
人
の
住
民
票
の
写
し
や
戸
籍

謄
本
な
ど
を
第
三
者
に
交
付
し
た

場
合
に
、
本
人
に
対
し
て
『
証
明

書
を
交
付
し
た
』
と
い
う
事
実
を

通
知
す
る
も
の
で
す
。

　
行
政
書
士
や
司
法
書
士
な
ど
の

有
資
格
者
は
、
職
務
上
の
必
要
が

あ
れ
ば
本
人
の
同
意
が
な
く
て

も
、
戸
籍
謄
本
な
ど
を
請
求
で
き

る
こ
と
が
法
律
で
認
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
全
国
で
は
、
こ
の
請
求
時

の
書
類
を
偽
造
し
た
戸
籍
謄
本
な

ど
の
不
正
取
得
が
相
次
ぎ
、
大
き

な
問
題
と
な
り
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
中
、
本
人
通
知
制

度
は
、
第
三
者
に
よ
る
不
正
な
請

求
を
抑
止
し
、
個
人
の
権
利
・
利

益
の
不
当
な
侵
害
を
防
止
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
作
ら
れ
ま
し

た
。
本
市
で
も
今
月
か
ら
事
前
登

録
申
請
書
の
受
付
を
開
始
し
、
６

月
か
ら
実
施
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。

　
不
正
に
取
得
さ
れ
た
個
人
情
報

は
、
結
婚
や
就
職
な
ど
を
す
る
際

に
、
差
別
意
識
や
偏
見
に
基
づ
い

て
行
わ
れ
る
身
元
調
査
、
高
齢
者

へ
の
詐
欺
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
な

ど
に
悪
用
さ
れ
る
こ
と
も
考
え
ら

れ
ま
す
。

　
不
正
取
得
は
、
不
正
に
個
人
情

報
を
取
得
し
た
人
や
企
業
だ
け
の

問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
調
査
を

依
頼
す
る
人
が
い
る
か
ら
発
生
す

る
の
で
す
。
こ
れ
は
、
私
た
ち
の

人
権
を
侵
害
す
る
行
為
で
あ
り
、

決
し
て
許
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
自
分
自
身
の
人
権
を
守

る
た
め
に
も
、
他
人
の
人
権
を
侵

害
し
な
い
た
め
に
も
、
私
た
ち
一

人
一
人
が
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　
個
人
情
報
を
守
る
た
め
の
制
度

を
通
じ
て
、
今
一
度
、
人
権
に
つ

い
て
考
え
、
差
別
の
な
い
社
会
を

作
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
隔
月
の
シ
リ
ー
ズ
で
掲
載

し
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
手
が
か
り
に
、家
庭
で
人
権
・

同
和
問
題
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

みんなで
考えよう

人権・同和問題
Ｎo. ２１６

『
本
人
通
知
制
度
』
が
あ
な
た
の
人
権
を
守
る
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化
財
啓
発
特
集
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開
発
行
為
と
埋
蔵
文
化
財
の
保
護
②

　
過
去
の
人
々
が
使
用
し
た
道

具
や
住
居
な
ど
は
、
過
去
の
物

事
に
つ
い
て
知
る
た
め
の
手
が

か
り
と
な
る
貴
重
な
資
料
で

す
。
こ
の
資
料
の
中
で
、
年
月

の
経
過
と
と
も
に
地
中
に
埋
も

れ
た
も
の
を
『
埋
蔵
文
化
財
』

と
呼
び
ま
す
。

　
埋
蔵
文
化
財

は
、
大
ま
か
な

位
置
が
把
握
さ

れ
て
い
ま
す
が
、

正
確
な
範
囲
は

判
明
し
て
い
ま

せ
ん
。
時
に
は
、

土
木
・
建
築
工

事
な
ど
に
よ
っ

て
、
こ
れ
ま
で

把
握
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
場
所

か
ら
発
見
さ
れ

る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。

　
市
生
涯
学
習

課
で
は
、
過
去

の
貴
重
な
手
が
か
り
で
あ
る
埋

蔵
文
化
財
が
破
壊
さ
れ
な
い
よ

う
に
、
市
内
の
土
木
・
建
築
工

事
な
ど
に
関
し
て
、
事
前
に
事

業
者
と
協
議
し
、
埋
蔵
文
化
財

の
保
護
と
土
木
工
事
な
ど
の
開

発
行
為
が
両
立
す
る
よ
う
に
調

整
し
て
い
ま
す
。

↑井手口川ダム建設時の発掘調査のようす（大川町の東田代筒
江窯跡）


